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は
じ
め
に

　
江
戸
時
代
に
は
、
政
治
的
に
安
定
し
て
二
〇
〇
年
以
上
平
和
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
時
代
と

と
も
に
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
人
々
が
増
え
て
き
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
理
由
の
た
め
に
「
江
戸
文
化
」
と
も

言
う
べ
き
独
特
の
文
化
が
誕
生
し
た
。
そ
の
担
い
手
は
最
初
は
武
士
階
級
が
中
心
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
う

ち
に
暇
と
金
が
あ
る
豪
商
・
医
師
・
僧
侶
な
ど
が
仲
間
に
入
り
、
や
が
て
消
費
社
会
と
な
る
に
従
い
商
人
・
職

人
・
庄
屋
・
地
主
な
ど
の
町
人
と
富
農
民
が
加
わ
っ
た
。
時
間
的
余
裕
と
そ
こ
そ
こ
の
経
済
力
を
持
つ
人
々
が

増
加
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
平
和
と
暇
と
少
々
の
余
分
の
金
こ
そ
が
文
化
の
源
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
そ
の
多
彩
で
魅
力
的
な
江
戸
文
化
に
強
く
惹ひ

か
れ
た
現
代
人
は
数
知
れ
ず
い
て
、
実
に
多
く
の
江
戸
文
化
を

紹
介
す
る
本
が
書
か
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
上
に
何
を
付
け
足
す
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
訝い

ぶ
かし
く
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
事
実
そ
う
な
の
だ
が
、
私
が
あ
え
て
本
書
に
挑
戦
す
る
の
は
、「
役
に
立
た
な
い
『
科
学
』」

に
焦
点
を
当
て
て
、「
江
戸
の
好
奇
心
」
を
語
っ
た
本
は
あ
ま
り
な
い
と
思
う
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
科
学
」

と
カ
ッ
コ
付
き
に
し
て
い
る
の
は
、
好
奇
心
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
「
役
に
立
つ
」
こ
と
は

一
切
考
え
ず
、
た
だ
探
究
し
収
集
し
趣
味
と
し
て
楽
し
む
こ
と
に
熱
中
し
た
「
科
学
」
を
意
味
し
た
い
た
め
で
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あ
る
。「
好
奇
心
に
満
ち
た
科
学
的
試
み
」
と
言
え
ば
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
ん
な
無
益
で
無
用
で
悠
長
な
「
科
学
」
は
、
今
日
に
お
い
て
私
た
ち
が
依
拠
し
、
そ
れ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

恩
恵
を
得
て
い
る
近
代
科
学
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
そ
ん
な
こ

と
を
調
べ
て
何
の
意
味
が
あ
る
の
？
」
と
聞
か
れ
そ
う
だ
が
、
実
際
に
江
戸
時
代
の
「
科
学
」
の
実
態
を
調
べ

て
、「
も
う
一
つ
の
科
学
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
返
し
た
い
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
以
来
、「
西
洋
に
追
い
つ

け
追
い
越
せ
」
の
観
念
に
取
り
つ
か
れ
て
一
五
〇
年
を
経
た
私
た
ち
日
本
人
は
、
何
か
重
要
な
も
の
を
取
り
落

と
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
近
代
科
学
は
私
た
ち
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
き
た
。
そ
の
有
用
性
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
の
近

代
科
学
は
一
般
の
人
々
の
親
近
感
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
科
学
の
話
を
す
れ
ば
息
が
詰

ま
る
と
か
、
難
し
い
こ
と
は
御
免
と
ば
か
り
に
理
解
し
よ
う
と
せ
ず
そ
っ
ぽ
を
向
き
、
し
か
し
そ
の
成
果
だ
け

は
ち
ゃ
っ
か
り
満
喫
す
る
。
科
学
と
の
付
き
合
い
は
現
在
で
は
そ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

そ
の
よ
う
な
態
度
に
、
人
々
は
何
と
な
く
後
ろ
め
た
さ
を
持
ち
、
寂
し
さ
を
感
じ
て
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
子
ど
も
の
頃
の
私
た
ち
は
何
に
対
し
て
も
興
味
と
不
思
議
を
感
じ
、「
な
ぜ
？
」
と
大
人
た
ち
に
聞
き
回
っ

て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
持
っ
て
い
た
ナ
イ
ー
ブ
な
未
知
へ
の
挑
戦
心
と
、
そ
れ
を
解
い
て
く
れ
る

科
学
へ
の
憧し

よ
う

憬け
い

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
当
た
り
前
」
と
か
、「
考
え
て
も
仕
方
が
な
い
」
と
大
人
た
ち
に

ご
ま
か
さ
れ
続
け
る
う
ち
に
、
や
が
て
そ
ん
な
疑
問
を
抱
く
の
を
時
間
の
ム
ダ
と
し
か
考
え
な
く
な
っ
て
し
ま
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っ
た
。
あ
の
時
、
大
人
た
ち
が
も
っ
と
真
摯
に
答
え
、
考
え
る
方
法
を
教
え
て
く
れ
て
い
た
ら
、
自
分
は
も
っ

と
科
学
に
親
し
ん
で
い
た
の
に
と
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
残
念
に
思
う
次
第
で
あ
る
。

　
実
は
、「
江
戸
文
化
」
に
は
、
趣
味
・
道
楽
・
芸
事
・
遊
び
・
淡
泊
・
軽
妙
・
潤
い
・
粋い

き

・
垢あ
か

ぬ
け
・
茶
化

す
・
見
立
て
・
関
係
づ
け
・
く
だ
ら
な
さ
・
い
か
が
わ
し
さ
・
珍
奇
怪
奇
好
み
・
ゲ
テ
モ
ノ
好
み
・
諦
め
・
や

せ
我
慢
、
と
い
う
よ
う
な
余
分
な
注
釈
の
詞こ

と
ばが
い
く
つ
も
つ
い
て
廻ま
わ

る
。
さ
ら
に
漢
語
を
使
っ
て
表
現
す
れ
ば
、

機
知
性
・
即
興
性
・
瞬
間
性
・
意
外
性
・
遊
戯
性
・
諧か

い

謔ぎ
や
く

性
・
耽た
ん

美び

性
・
飛
躍
性
・
誇
張
化
・
擬
人
化
・

戯ざ
れ
ご
と言
・
即
妙
・
揶や

揄ゆ

な
ど
の
い
ず
れ
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、

文
芸
や
絵
画
や
見
世
物
や
芝
居
や
料
理
や
染
物
や
細
工
物
な
ど
創
り
出
さ
れ
た
諸も

ろ

々も
ろ

の
作
品
な
の
だ
が
、
こ
れ

ら
に
は
、
い
わ
ば
「
芸
事
」
に
関
連
す
る
も
の
以
外
に
「
科
学
」
に
か
か
わ
る
も
の
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

数
学
（
和
算
）、
博
物
学
（
本ほ
ん

草ぞ
う

学
・
名
物
学
・
物
産
学
）、
窮き
ゆ
う理り

学
（
地
動
説
・
宇
宙
論
）、
生
物
学
（
草
花
や
野
菜
や

果
樹
な
ど
の
園
芸
、
鼠ね
ず
み・
金
魚
・
虫
・
鳥
・
犬
な
ど
動
物
の
育
種
）、
職
人
技
術
（
鉄
砲
・
花
火
・
望
遠
鏡
・
時
計
・
か
ら

く
り
人
形
な
ど
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
江
戸
の
人
々
が
携
わ
っ
た
「
科
学
」
に
も
先
述
の
注
釈
が
当
て
は
ま
る
の

で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
に
と
ら
わ
れ
た
「
科
学
者
」
は
「
役
に
立
つ
」
こ
と
は
一
切
考
え
ず
、
む

ろ
ん
出
世
と
か
名
を
残
す
こ
と
に
は
全
く
興
味
が
な
く
、
ひ
た
す
ら
夢
中
に
な
っ
て
ど
ん
ど
ん
そ
の
探
索
の
深

み
に
は
ま
り
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
。
私
は
、
そ
ん
な
「
科
学
」
の
あ
り
様
に
一
種
の
驚
き
と
憧
れ
を
抱
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
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近
代
科
学
は
、
一
切
の
人
間
臭
さ
や
好
悪
の
念
を
断
ち
切
り
、
正
し
さ
の
追
究
と
有
用
さ
を
第
一
義
に
し
て
、

ひ
た
す
ら
細
分
化
・
専
門
化
の
道
を
歩
ん
で
き
た
。
一
点
一
画
も
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
、
論
理
的
な
厳
密
さ
を
貫

徹
し
、
普
遍
的
真
理
を
積
み
重
ね
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ

そ
が
近
代
科
学
が
信
用
さ
れ
る
根
拠
と
な
っ
て
お
り
、
現
代
の
科
学
技
術
文
明
の
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
事
実
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
よ
う
な
科
学
に
取
り
囲

ま
れ
て
私
た
ち
は
息
苦
し
さ
も
感
じ
て
い
る
。
も
っ
と
人
間
臭
く
、
も
っ
と
自
由
度
の
高
い
、
も
っ
と
夢
が
あ

る
「
科
学
」
は
な
い
も
の
か
、
近
代
科
学
の
重
要
性
・
有
用
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
も
っ
と
ゆ
っ
た
り
と
遊
べ

る
「
科
学
」
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
こ

で
私
が
巡
り
合
っ
た
の
が
「
江
戸
の
好
奇
心
」
を
く
す
ぐ
っ
て
き
た
も
う
一
つ
の
「
科
学
」
で
あ
る
。

　
従
来
、
江
戸
の
「
科
学
」
は
、
特
殊
例
（
個
別
性
）
に
と
ら
わ
れ
て
一
般
性
・
系
統
性
・
普
遍
性
に
欠
け
る
、

部
分
に
拘こ

う

泥で
い

し
て
大
き
な
視
野
で
物
事
を
捉
え
て
い
な
い
、
袋
小
路
に
入
っ
て
い
る
の
に
気
が
付
か
な
い
、
趣

味
的
で
個
人
の
枠
に
留と

ど

ま
っ
て
い
る
、
珍
品
・
奇
品
・
名
品
に
い
れ
あ
げ
て
本
筋
を
見
誤
っ
て
い
る
な
ど
と
言

わ
れ
、
本
来
の
科
学
で
は
な
い
と
無
視
を
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
指
摘
は
近
代
科
学
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、

確
か
に
す
べ
て
当
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、「
む
し
ろ
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
『
科

学
』
に
夢
中
に
な
っ
た
そ
の
心
情
を
、
現
代
の
我
々
も
共
有
し
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
」
と
言
い
た
い
の
で
あ

る
。
近
代
科
学
の
み
が
唯
一
の
科
学
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
に
人
々
が
熱
中
し
た
「
科
学
」
も
重
要
な
科
学
で
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あ
っ
て
、
も
っ
と
大
事
に
し
て
楽
し
む
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
思
う
の
だ
。

　
博
物
学
史
研
究
者
で
あ
る
磯
野
直
秀
氏
が
「
日
本
博
物
誌
雑
話
」（「
タ
ク
サ
」
第
三
〜
七
巻
、
一
九
九
七
〜
九
九

年
）
と
い
う
連
載
記
事
の
中
で
、
東
と
西
の
博
物
誌
の
違
い
を
書
か
れ
た
論
稿
が
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
以
下
の

よ
う
な
こ
と
を
書
か
れ
て
い
る
。
曰い

わ

く
、
西
（
西
洋
）
に
お
い
て
は
、「
諸
現
象
の
仕
組
み
」
と
「
自
然
の
体

系
な
い
し
秩
序
」
を
追
究
し
続
け
、
そ
の
方
法
と
し
て
動
植
物
の
解
剖
や
実
験
を
重
要
視
し
、
そ
こ
か
ら
近
代

自
然
科
学
を
生
み
出
す
こ
と
に
繫つ

な

が
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
東
（
中
国
や
日
本
な
ど
東
洋
）
に
お
い
て
は
、
現
象

の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
て
体
系
化
し
よ
う
と
せ
ず
、
い
つ
も
生
活
や
文
化
を
通
し
て
、
つ
ま
り
人
間
の
視
点

か
ら
自
然
を
眺
め
て
い
た
。
西
洋
の
博
物
誌
が
人
に
か
か
わ
る
話
題
を
意
識
的
に
切
り
捨
て
て
博
物
学
へ
と
昇

華
さ
せ
て
き
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
江
戸
時
代
の
動
植
物
博
物
誌
は
、
動
植
物
そ
の
も
の
の

形
状
や
生
態
に
対
す
る
知
的
関
心
と
と
も
に
、
名
物
学
・
衣
食
住
・
医
薬
（
本
草
）・
趣
味
・
歴
史
・
文
学
・

美
術
な
ど
、
話
題
が
生
活
と
文
化
の
広
い
範
囲
に
及
ん
で
い
て
「
幅
広
く
、
難
し
く
も
な
く
、
近
寄
り
や
す

い
」
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
大
名
か
ら
庶
民
ま
で
専
門
家
以
外
の
人
々
も
参
加
で
き
た
の
だ
。

西
洋
に
お
い
て
は
仕
組
み
・
系
統
性
の
追
究
の
た
め
に
細
か
い
知
識
が
欠
か
せ
ず
、
専
門
家
以
外
に
は
手
が
出

せ
な
く
な
り
、
素
人
は
排
除
さ
れ
て
き
た
の
と
、
こ
れ
も
対
照
的
で
あ
る

│
と
い
う
の
が
磯
野
氏
の
見
立
て

で
あ
る
。

　
私
は
彼
の
意
見
に
全
面
的
に
同
意
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
見
れ
ば
、
東
の
博
物
誌
は
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科
学
で
は
な
か
っ
た
し
、
今
日
の
よ
う
な
科
学
に
は
繫
が
ら
な
か
っ
た
が
、
異
な
っ
た
「
科
学
」
を
胚は
い

胎た
い

し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
同
じ
線
路
の
上
を
西
の
列
車
が
先
行
し
て
東
の
列
車
が
遅
れ
て
後

を
追
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
東
と
西
の
列
車
は
別
々
の
線
路
を
走
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
と
い
う
の
が
磯

野
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
私
流
に
言
え
ば
、
西
の
「
文
明
の
基
礎
と
な
っ
た
科
学
」
と
東
（
江
戸
）
の
「
多
面
的

文
化
の
一
つ
と
し
て
の
『
科
学
』」、
そ
の
二
つ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
な
視
点
で
江
戸
の
「
科

学
」
を
見
直
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
本
書
の
目
的
と
し
た
い
。

　
そ
う
し
た
運
び
で
、
江
戸
の
「
科
学
」
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
移
り
行
き
を
ま
と
め
る
、
と
い
う
無
分
別
な
試
み

に
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
は
そ
れ
こ
そ
専
門
家
が
お
ら
れ
て
、
詳
細
な
分
析
の
上
に

立
っ
た
労
作
が
数
々
あ
る
か
ら
付
け
加
え
る
こ
と
は
何
も
な
い
。
た
だ
私
は
、「
江
戸
の
好
奇
心
」
と
い
う
観

点
か
ら
、
そ
し
て
江
戸
の
「
科
学
」
の
復
権
を
目
指
す
立
場
で
、
そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
江
戸
の

「
科
学
者
」
の
心
意
気
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
抽
出
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
以
下
、
第
一
章
で
は
、
江
戸
時
代
に
大
い
に
流
行
し
た
「
数
学
（
和
算
）」
を
取
り
上
げ
る
。
日
本
人
の
計

算
能
力
の
高
さ
は
世
界
で
も
有
数
だ
が
、
当
時
は
技
量
と
は
関
係
な
く
、
町
人
や
農
民
に
至
る
ま
で
多
く
の

人
々
が
ひ
た
す
ら
難
解
な
数
学
上
の
「
真
理
」
探
究
に
勤い

そ

し
ん
だ
の
で
あ
る
。
実
際
、
著
書
の
中
で
難
問
を
投

げ
か
け
て
同
好
者
に
解
決
を
迫
っ
た
り
、
算
額
（
自
分
が
作
っ
た
数
学
の
問
題
や
解
答
を
書
い
て
神
社
仏
閣
に
奉
納
し
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た
絵
馬
）
を
掲
げ
て
実
力
を
誇
っ
た
り
、
地
方
を
漂
泊
し
て
数
学
（
和
算
）
の
教
授
を
行
っ
た
人
物
が
い
た
り
、

と
い
う
ふ
う
に
日
本
独
特
の
数
学
で
あ
る
和
算
が
社
会
に
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
明
治
に

な
っ
て
西
洋
数
学
が
日
本
に
流
入
す
る
と
、
和
算
は
一
気
に
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
私
た
ち
は
、
何

を
得
て
、
何
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
二
章
で
は
、
江
戸
の
本
草
学
・
名
物
学
・
物
産
学
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
博
物
誌
」
と
し
て

集
積
さ
れ
た
数
々
の
成
果
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
日
本
で
は
数
多
く
の
「
博
物
誌
」
が
書
か
れ
た
が
、
異
質
性

と
共
通
性
の
区
分
け
、
系
統
性
や
断
続
性
の
判
断
、
実
験
や
解
剖
と
い
う
要
素
還
元
主
義
的
手
法
な
ど
を
欠
い

て
い
た
た
め
に
、
体
系
性
を
持
っ
た
近
代
の
「
博
物
学
」
へ
と
昇
華
せ
ず
、
個
別
的
な
事
物
を
扱
う
「
博
物

誌
」
に
終
始
し
た
。
そ
の
た
め
に
「
博
物
誌
」
は
近
代
科
学
を
生
み
出
す
母
胎
に
な
り
得
な
か
っ
た
の
だ
が
、

江
戸
の
人
々
は
自
然
を
慈い

つ
くし
み
つ
つ
、
そ
れ
が
生
き
て
い
る
状
況
を
丸
ご
と
捉
え
る
と
い
う
、
異
な
っ
た
自
然

の
見
方
を
提
示
し
た
。
こ
の
観
点
は
現
代
の
生
態
学
的
自
然
観
察
に
通
じ
て
お
り
、
期
せ
ず
し
て
も
う
一
つ
の

「
科
学
」
の
提
示
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
三
章
と
第
四
章
で
は
、
単
に
自
然
を
観
照
し
て
記
述
す
る
の
み
で
は
な
く
、
積
極
的
に
生
物
に
手
を
加
え

て
改
変
し
よ
う
と
い
う
企
て
を
扱
う
。
そ
れ
ら
は
、
一
面
で
は
新
品
種
を
作
り
出
す
実
験
的
要
素
が
あ
っ
て
科

学
の
萌ほ

う

芽が

に
な
る
の
だ
が
、
江
戸
の
人
々
は
多
種
多
様
な
類
似
品
を
生
み
出
す
こ
と
に
満
足
し
て
、
そ
れ
以
上

自
然
を
大
き
く
改
変
す
る
こ
と
へ
は
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
。
第
三
章
で
は
植
物
に
か
か
わ
る
「
園
芸
」、
第
四
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章
で
は
動
物
に
か
か
わ
る
「
育
種
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
系
統
的
思
考
が
な
か
っ
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ

が
、
い
ず
れ
も
通
常
と
異
な
る
「
奇
品
」
の
作
出
で
留
め
、
そ
れ
以
上
踏
み
込
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
や
は

り
、
自
然
の
営
み
を
根
底
的
に
変
え
る
と
い
う
志
向
は
な
く
、
物
珍
し
さ
の
興
味
に
留
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
遺
伝
子
改
変
で
金か

ね

儲も
う

け
し
よ
う
と
い
う
現
代
の
生
物
学
の
あ
り
様
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
身
の
程
を

弁わ
き
まえ
た
江
戸
時
代
の
生
物
改
変
の
試
み
を
再
評
価
す
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　
第
五
章
で
は
、
江
戸
の
「
科
学
」
の
み
な
ら
ず
、「
技
術
」
に
関
す
る
好
奇
心
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
そ
れ

は
腕
の
あ
る
職
人
の
技
だ
か
ら
庶
民
の
誰
も
が
可
能
で
あ
っ
た
試
み
で
は
な
い
が
、
新
た
な
技
術
に
挑
戦
し
て

新
製
品
を
生
み
出
し
て
き
た
江
戸
の
好
奇
心
は
し
た
た
か
で
あ
る
。
鉄
砲
伝
来
の
時
代
に
、
西
洋
か
ら
歯
車
や

ガ
ラ
ス
細
工
な
ど
の
要
素
技
術
が
流
入
す
る
や
、
職
人
た
ち
は
た
ち
ま
ち
そ
れ
ら
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し

て
、
時
計
や
眼
鏡
や
空
気
銃
な
ど
に
応
用
し
て
成
功
し
た
。
定
時
法
（
一
日
の
時
間
を
等
分
し
て
時
刻
を
決
め
る
方

法
）
の
方
が
時
計
技
術
と
し
て
は
簡
単
な
の
だ
が
、
あ
え
て
人
々
が
使
っ
て
い
る
不
定
時
法
（
一
日
の
時
間
に
お

い
て
、
日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
と
日
の
入
り
か
ら
日
の
出
ま
で
を
、
異
な
っ
た
時
間
間
隔
で
等
分
し
て
時
刻
を
定
め
る

方
法
）
の
和
時
計
に
挑
戦
す
る
精
神
が
あ
り
、
ま
た
数
々
の
か
ら
く
り
人
形
を
仕
上
げ
て
人
々
を
ギ
ョ
ッ
と
さ

せ
た
。
こ
の
よ
う
な
技
術
開
発
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
明
治
の
ご
時
世
に
な
っ
て
西
洋
の
技
術
が
流
れ
込
ん
で

き
た
時
も
、
有
効
に
対
処
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
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以
下
、
江
戸
の
人
々
の
「
科
学
」
を
具
体
的
に
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
時
の
文
章
を
多
く
引
用
し
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
著
者
が
現
代
語
訳
し
た
。
な
お
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
文
意
を
変
え

な
い
範
囲
で
、
複
数
に
分
か
れ
た
文
章
を
一
つ
に
ま
と
め
た
り
、
一
部
省
略
し
た
り
、
解
釈
に
基
づ
い
て
表
現

を
変
更
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
齢
は
当
時
の
慣
習
に
従
っ
て
数
え
年
で
記
述
し
た
。
江
戸
時
代
に
生
ま

れ
育
っ
た
「
科
学
」
の
内
実
を
知
る
中
で
、
現
代
の
厳
密
で
正
し
さ
の
み
を
追
究
す
る
、
し
か
め
っ
面
の
近
代

科
学
と
は
違
っ
た
、
も
う
一
つ
の
「
科
学
」
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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和
算

第
一
章

江戸時代の算額。人々は算術の問題を木の板に書いた「算額」を
神社などに奉納し、誰か解ける者はいないかと世間に挑戦した。

（上）村山庄兵衛吉重が奉納した、栃木県佐野市・星宮神社の復元算額
（下）長野県木島平村・水穂神社に奉納された算額
（いずれも『だから楽しい江戸の算額』より）



初校
白焼き
責了

（16）

新書 7 月刊　江戸の好奇心 もう一つの「科学」の復権
 P. 16

集英社
179.0

218.0
×１

16

　

日
本
人
は
計
算
高
い
国
民
だ
と
は
思
う
。
も
っ
と
も
、
正
確
に
は
「
目
先
の
こ
と
に
は
計
算
高
い
」
と
言
う

べ
き
で
、
本
当
に
長
期
の
観
点
で
計
算
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
例
え
ば
、
経
済
の
バ
ブ
ル
が

膨
ら
ん
だ
時
代
に
は
世
界
の
名
画
や
不
動
産
を
買か

い
漁あ
さ

っ
た
の
だ
が
、
バ
ブ
ル
が
弾は
じ

け
る
や
せ
っ
か
く
の
世
界

の
逸
品
を
安
く
手
放
し
て
大
損
を
し
た
。
先
行
き
を
見
越
し
た
計
算
は
実
は
不
得
意
な
の
で
あ
る
。
揶や

揄ゆ

的
に

言
え
ば
、
得
意
な
の
は
暗
算
が
で
き
る
範
囲
に
留と

ど

ま
る
わ
け
だ
。
そ
れ
で
も
、
支
払
い
の
時
に
き
り
の
よ
い
釣

銭
の
こ
と
ま
で
考
え
て
紙
幣
に
小
銭
を
添
え
る
習
性
は
、
他
の
国
民
に
は
見
ら
れ
な
い
計
算
能
力
の
表
れ
で
あ

ろ
う
。

　

一
般
庶
民
が
計
算
技
術
を
身
に
付
け
始
め
た
の
は
江
戸
時
代
初
期
で
あ
る
。
そ
し
て
時
代
が
進
む
と
と
も
に
、

数
に
か
か
わ
る
セ
ン
ス
を
磨
き
、
数
を
扱
う
算
法
・
算
術
を
学
び
、
数
の
学
で
あ
る
数
学
の
奥
深
い
世
界
に
触

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
囲
碁
や
将
棋
の
よ
う
な
論
理
性
と
推
理
性
を
重
視
す
る
高
度
な
数
学
遊
戯
と

も
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
遊
び
の
中
で
見み

出い
だ

さ
れ
た
法
則
性
や
関
係
性
を
江
戸
の
人
々
は
緻
密
に
考
察

し
て
、
抽
象
的
な
論
理
の
世
界
を
創
り
あ
げ
る
学
問
と
し
て
の
「
和
算
」
へ
と
発
展
さ
せ
て
き
た
。
こ
う
し
て

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
庶
民
の
実
用
的
な
計
算
技
術
か
ら
高
等
で
難
解
な
和
算
ま
で
、
数
学
の
世
界
は
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
構
造
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
数
学
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
、
階
層
的
な
人
間
の
集
団
と
し
て
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明
確
に
表
れ
た
の
が
江
戸
時
代
中
期
以
降
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
章
で
江
戸
の
好
奇
心
と
し
て
最
初
に
「
和
算
」
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
人
々
が
受
容
し
た
数
学
の
幅
が
時

代
の
進
展
と
と
も
に
広
が
っ
て
き
た
こ
と
が
如
実
に
読
み
取
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
即

興
性
や
意
外
性
、
機
知
性
や
諧か

い

謔ぎ
や
く

性
、
遊
戯
性
や
審
美
性
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
修
飾
さ
れ
る
、
江
戸
時
代

の
人
々
の
欲
得
抜
き
の
好
奇
心
や
遊
び
心
が
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
そ
し
て
庶
民
の
数
学
は
、

最
初
は
そ
ろ
ば
ん
を
使
っ
た
生
活
の
技
術
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
深
入
り
す
る
う
ち
に
趣
味
と
か
道
楽
と
か
芸
事

と
言
わ
れ
る
も
の
に
な
り
、
さ
ら
に
真
理
の
追
究
と
言
え
ば
大
げ
さ
だ
が
、
先
人
の
事
績
・
業
績
を
乗
り
越
え

て
未
知
を
既
知
と
す
る
「
科
学
」
の
営
み
へ
と
深
ま
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

「
和
算
」
は
、「
算
術
」
と
い
う
普
遍
的
数
学
を
対
象
と
し
て
い
な
が
ら
、「
和
」
と
い
う
語
が
つ
く
よ
う
に
、

日
本
独
特
の
発
展
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
生
じ
た
数
学
の
広
が
り
は
、「
役
に
立
た
な
い
」
こ

と
の
自
然
な
展
開
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
そ
れ
も
学
問
の
一
つ
の
あ
り
様
で
、
意
味
が
あ
る
と
思

っ
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
な
経
済
原
理
や
競
争
原
理
に
駆
動
さ
れ
て
、「
役
に
立
つ
」
こ
と
ば
か
り
が
求
め
ら

れ
る
時
代
の
科
学
（
学
問
一
般
）
の
軽
薄
さ
と
対
照
的
な
、
文
化
と
し
て
の
「
科
学
」
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
。

　

以
下
、
ま
ず
簡
単
に
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
の
数
学
事
情
を
ま
と
め
、
そ
れ
か
ら
江
戸
時
代
の
数
学
の
歴
史

を
通
覧
し
つ
つ
、
学
問
の
原
点
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
探
っ
て
み
よ
う
。
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日
本
の
数
学
の
簡
単
な
歴
史

　

数
学
史
家
で
あ
る
大
矢
真
一
氏
の
『
和
算
以
前
』
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
数
学
が
移
入
さ
れ
た
時
期
は
三
回
あ

っ
た
。
第
一
期
は
奈
良
時
代
の
少
し
前
で
、
政
治
シ
ス
テ
ム
を
始
め
文
化
の
基
礎
を
中
国
か
ら
輸
入
し
た
時
、

第
二
期
は
江
戸
時
代
の
少
し
前
の
室
町
・
戦
国
時
代
で
、
そ
ろ
ば
ん
が
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
時
、
第
三
期
は

明
治
維
新
の
直
前
で
、
西
洋
か
ら
の
科
学
・
技
術
の
輸
入
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
江
戸
時
代
ま

で
の
数
学
だ
か
ら
、
第
三
期
は
問
題
外
と
し
よ
う
。

　

第
一
期
に
流
入
し
た
数
学
は
、「
掛
け
算
の
九
九
」
と
計
算
用
具
と
し
て
の
「
算
木
」
で
、
中
国
か
ら
朝
鮮

半
島
を
経
て
日
本
に
伝
来
し
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
韓
国
に
お
い
て
六
〜
七
世
紀
の

百ペ
ク

済チ
エ

時
代
の
も
の
と
み
ら
れ
る
木
簡
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ
に
九
九
の
表
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
か

ら
だ
。
日
本
で
は
平
城
宮
址
で
発
見
さ
れ
た
八
世
紀
の
木
簡
の
表
に
、「
□
九
廿
七　

二
九
十
八　

一
九
如
九
」

と
書
か
れ
（
欠
け
た
文
字
「
□
」
は
三
で
、
最
後
の
「
如
」
は
一
〇
以
下
の
数
の
＝
〈
イ
コ
ー
ル
〉
を
意
味
す
る
）、
裏

に
は
「
五
八
●　

四
八
卅
二　

三
八
廿
□
」
と
書
か
れ
て
い
た
（「
●
」
は
四
〇
、「
□
」
は
四
）。
新
潟
の
大お
お

沢さ
わ

谷や

内ち

遺
跡
で
は
、
九
九
＝
八
一
か
ら
九
の
段
が
全
部
書
か
れ
た
七
世
紀
後
半
の
木
簡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
九

九
を
知
っ
た
こ
と
で
、
書
い
て
み
た
く
て
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、「
七
九
四
七
（
正
し
く
は
六
三
）」

「
三
九
二
十
四
（
正
し
く
は
二
十
七
）」
と
間
違
っ
て
い
る
の
が
混
じ
っ
て
い
る
の
も
ご
愛あ
い

敬き
よ
うで
あ
る
。
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こ
の
木
簡
か
ら
、
新
し
い
知
識
の
流
入
に
よ
っ
て
人
々
が
興
奮
し
た
こ
と
が
窺う
か
がわ
れ
る
が
、
当
時
の
数
学
は

も
っ
ぱ
ら
特
権
階
級
が
独
占
す
る
も
の
で
あ
り
、
下
層
官
吏
が
機
械
的
に
暗
記
す
る
計
算
技
術
を
学
ん
だ
程
度

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も
数
学
が
ま
だ
実
用
性
を
持
た
な
か
っ
た
時
代
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
高
級
な
数
学

も
輸
入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
生
き
延
び
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

と
は
い
え
、『
万
葉
集
』
で
九
九
を
用
い
た
歌
が
多
く
あ
る
こ
と
が
微ほ

ほ
え笑
ま
し
い
。
大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

の
「
情
八
十

一
＝
こ
こ
ろ
ぐ
く
」（
七
八
九
：『
万
葉
集
』
に
お
け
る
『
国
歌
大
観
』
に
よ
る
通
し
番
号
、
以
下
同
）、「
許
乃
間
立
八

十
一
＝
木
の
間
立
ち
く
く
」（
一
四
九
五
）、
柿か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

の
「
三
五
月
の
＝
望
月
の
」（
一
九
六
）、「
十
六
社

者
＝
し
し
（
鹿
）
こ
そ
ば
」（
二
三
九
）、
山や
ま

部べ
の

赤あ
か

人ひ
と

の
「
十
六
履
起
之
＝
し
し
（
獣
）
踏
み
起
こ
し
」（
九
二
六
）、

作
者
不
詳
の
「
二
八
十
一
不
在
国
＝
に
く
く
あ
ら
な
く
に
」（
二
五
四
二
）、「
二
五
寸
許
瀬
＝
と
を
き
こ
せ
」

（
二
七
一
〇
）、「
八
十
一
隣
之
宮
＝
く
く
り
の
み
や
」（
三
二
四
二
）、「
十
六
待
如
＝
し
し
待
つ
が
ご
と
」（
三
二
七

八
）
な
ど
が
あ
る
。「
八
十
一
」
を
「
く
く
（
ぐ
く
）」、「
十
六
」
を
「
し
し
（
鹿
、
獣
）」、「
二
五
」
を
「
と
を

（
十
）」
と
い
う
ふ
う
に
、
漢
数
字
を
九
九
に
絡
め
た
特
殊
な
読
み
方
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
三
五
月
」
を

十
五
夜
で
「
望
月
」
と
読
ま
せ
る
の
は
実
に
秀
逸
だ
と
思
う
。
家
持
、
人
麻
呂
、
赤
人
は
い
ず
れ
も
名
門
の
宮

廷
人
で
あ
り
、
氏
名
不
詳
の
作
者
も
特
権
階
級
の
人
間
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
九
九
が
言
葉
と
し
て
の
市
民
権

を
獲
得
し
始
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
第
二
期
に
は
新
た
に
「
そ
ろ
ば
ん
」
と
「
割
り
算
の
九
九
」
が
伝
来
し
た
。
そ
ろ
ば
ん
は
、
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算
木
に
比
べ
て
格
段
に
使
い
や
す
く
、
機
械
的
に
足
し
算
・
引
き
算
・
掛
け
算
・
割
り
算
が
で
き
る
こ
と
で
、

一
気
に
全
国
に
広
が
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
計
算
を
す
る
技
量
が
要
求
さ
れ
る
種
々
の
産
業
の
勃
興
が
あ
っ

た
。
土
地
や
作
物
の
計
測
・
測
定
・
測
量
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
計
算
に
対
す
る
必
要
性
が
高
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
庶
民
の
必
須
の
技
術
と
し
て
計
算
力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
。
戦
国
時
代
に
お
い
て
は
弓
矢
や
鉄
砲
な
ど
の
軍
事
技
術
と
居
城
・
城
塞
建
造
な
ど
の
築
城
術
の
た
め
、
豊

臣
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
大
規
模
な
検
地
・
鉱
山
の
開
掘
・
貨
幣
の
鋳
造
・
開
墾
な
ど
の
水
利
事
業
な
ど
の
た

め
、
数
学
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
商
業
が
勃
興
し
、
交
通

も
発
達
し
て
全
国
が
繫つ

な

が
っ
た
結
果
、
度
量
衡
や
金
銭
の
相
場
の
統
一
が
な
さ
れ
た
。
人
々
は
、
日
常
を
生
き

て
い
く
た
め
の
基
本
的
な
数
学
を
学
ぶ
必
要
に
迫
ら
れ
、
教
科
書
が
出
版
さ
れ
て
広
く
普
及
し
、
そ
れ
と
と
も

に
よ
り
高
度
な
数
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
間
が
職
業
を
問
わ
ず
増
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

学
習
す
る
人
間
が
増
え
れ
ば
、
そ
の
中
で
よ
り
高
度
な
内
容
を
知
り
た
い
と
望
み
、
優
れ
た
能
力
を
持
っ
た

人
間
が
現
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
学
問
が
進
ん
で
い
く
。
数
学
の
場
合
も
、
実
用
的
な
技
術
（
計
算
数
学
）
が

広
が
る
に
つ
れ
、
数
学
に
関
し
て
特
殊
な
才
能
を
持
つ
者
が
専
門
家
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

人
々
は
数
学
を
庶
民
に
教
え
、
そ
の
裾
野
を
拡
大
す
る
の
に
一
役
買
っ
た
。
や
が
て
、
師
匠
（
学
主
）
を
中
心

と
し
て
師
弟
関
係
を
結
ん
だ
流
派
（
専
門
家
集
団
）
が
数
多
く
形
成
さ
れ
、
互
い
に
切せ
つ

磋さ

琢た
く

磨ま

し
て
数
学
の
難

問
に
挑
ん
で
い
っ
た
。
例
え
ば
、
当
初
は
算
木
と
そ
ろ
ば
ん
を
使
っ
た
「
天
元
術
」
で
連
立
多
元
一
次
方
程
式



初校
白焼き
責了

（21）

新書 7 月刊　江戸の好奇心 もう一つの「科学」の復権
 P. 21

集英社
179.0

218.0
×１

21　第一章　和算

や
一
元
高
次
方
程
式
を
解
い
て
い
た
が
、
天
才
・
関せ
き

孝た
か

和か
ず

（
一
六
四
〇
頃
〜
一
七
〇
八
）
が
出
現
し
て
、
筆
算
で

代
数
式
と
し
て
多
元
高
次
方
程
式
を
解
く
、
後
に
「
点て

ん

竄ざ
ん

術じ
ゆ
つ」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
手
法
を
発
見
し
、

数
学
が
い
っ
そ
う
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
般
に
、
関
孝
和
以
後
の
数
学
を
「
和
算
」
と
呼
ぶ
習
わ
し
の

よ
う
で
あ
る
。
中
国
の
影
響
か
ら
独
立
し
た
日
本
独
自
の
抽
象
数
学
が
創
造
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
日
本

独
特
の
数
学
の
流
れ
が
、
西
洋
の
数
学
が
移
入
さ
れ
る
明
治
維
新
前
ま
で
続
い
た
の
で
あ
っ
た
。

数
学
の
三
分
類

　

数
学
の
分
類
に
お
い
て
面
白
い
表
現
が
あ
る
。
一
八
世
紀
後
半
に
関
流
（
関
孝
和
を
祖
と
す
る
数
学
者
集
団
）

の
重
鎮
と
し
て
活
躍
し
た
藤
田
貞さ
だ

資す
け

（
一
七
三
四
〜
一
八
〇
七
）
が
、
そ
の
著
書
『
精
要
算
法
』（
一
七
八
一
年
）

の
凡
例
に
お
い
て
、

　
　

今
の
算
数
に
用
の
用
あ
り
、
無
用
の
用
あ
り
、
無
用
の
無
用
あ
り
。

と
算
数
（
数
学
）
を
三
分
類
し
て
い
る
の
だ
。「
用
の
用
」
と
は
「
人
事
に
益
あ
る
も
の
総す
べ

て
是こ
れ

な
り
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
実
用
性
の
あ
る
数
学
の
こ
と
で
、
計
算
技
術
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
品
物
の
売
買
に
お
け
る
支

払
い
や
金
銀
銭
の
両
替
や
長
さ
の
換
算
な
ど
、
日
常
生
活
に
お
け
る
数
値
の
扱
い
が
こ
こ
に
入
る
。
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「
無
用
の
用
」
と
は
、「
人
事
の
急
に
あ
ら
ず
と
雖い
え

ど
も
、
講
習
す
れ
ば
有
用
の
佐
助
（
助
け
）
と
な
る
」
も

の
で
、
直
ち
に
実
用
と
は
繫
が
ら
な
い
が
、
研
究
し
習
熟
す
れ
ば
何
ら
か
の
形
で
実
用
に
役
立
つ
数
学
の
こ
と

で
あ
る
。
不
定
形
状
（
球
や
円
柱
や
円え
ん

錐す
い

形
の
よ
う
な
単
純
な
形
状
で
は
な
い
）
の
物
体
の
表
面
積
や
体
積
を
計
算

す
る
方
法

│
象
の
重
さ
を
量
る
よ
う
な
遊
戯
的
な
問
題
も
入
る

│
、
天
元
術
を
使
っ
た
一
次
方
程
式
の
解

法
と
か
、
暦
作
成
の
た
め
の
惑
星
運
動
の
理
論
、
と
い
う
よ
う
な
数
学
的
技
量
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
は

日
常
の
事
柄
に
は
関
係
し
な
い
（
つ
ま
り
「
無
用
の
」）
高
等
な
問
題
な
の
だ
が
、
実
際
に
使
っ
て
み
る
と
意
外

な
結
果
が
得
ら
れ
、
工
夫
次
第
で
未
知
の
世
界
を
探
る
の
に
偉
大
な
力
を
発
揮
す
る
（
つ
ま
り
「
用
」）
の
だ
。

「
今
は
役
に
立
た
な
い
が
、
い
ず
れ
役
に
立
つ
」
と
、
現
代
の
科
学
者
が
よ
く
口
に
す
る
の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
。

　

最
後
の
「
無
用
の
無
用
」
は
、「
題
中
に
点
線
相
混
じ
、
平
立
相
入
る
。
こ
れ
、
数
に
迷
っ
て
理
に
暗
く
、

実
を
棄す

て
虚
に
走
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ら
に
多
次
元
が
入
り
混
じ
っ
て
稜り
よ
う

線せ
ん

が
交
錯
す
る
よ
う
な
真
に

不
定
な
形
状
の
物
体
の
表
面
積
や
体
積
を
計
算
す
る
方
法
の
研
究
が
一
例
で
、
貞
資
は
こ
う
し
た
問
題
を
「
た

だ
自
分
の
才
能
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
奇
妙
な
問
題
を
扱
う
」
も
の
と
し
て
否
定
し
て
い

る
。「
己
の
奇
功
（
稀ま
れ

な
優
れ
た
功
績
）
を
表
し
、
人
に
誇
ら
ん
と
欲
す
る
た
め
の
（
道
）
具
に
し
て
、
実
に
世

の
長
物
（
ム
ダ
な
も
の
）
な
り
」
と
い
う
わ
け
だ
。

　

し
か
し
、「
真
理
の
た
め
の
真
理
」
を
探
究
す
る
数
学
、
純
粋
学
問
と
し
て
の
数
学
、
現
実
に
役
立
つ
こ
と

は
な
く
て
あ
く
ま
で
理
論
的
興
味
し
か
な
い
数
学
も
あ
っ
て
構
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
和
算
の
可
能
性
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を
拡
大
し
た
関
孝
和
の
よ
う
に
、
抽
象
的
な
数
学
世
界
を
西
洋
の
近
代
数
学
理
論
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
深
い
研

究
へ
と
広
げ
た
事
例
も
あ
る
。
む
ろ
ん
、「
和
算
」
は
、
結
局
現
代
の
数
学
に
は
何
の
寄
与
も
し
な
か
っ
た
と

言
わ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
無
用
の
無
用
」
な
の
だ
が
、
藤
田
貞
資
は
、
和
算
家
が
そ
の
よ
う
な
方
向
に

突
き
進
ん
で
い
く
こ
と
を
心
配
す
る
だ
け
の
先
見
性
が
あ
っ
た
と
言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
、
私
が

「
無
用
の
無
用
」
の
数
学
に
凝
っ
た
江
戸
の
好
奇
心
に
大
い
に
惹ひ

か
れ
る
の
は
、
文
化
と
し
て
の
学
問
と
は
そ

う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

見
方
を
換
え
れ
ば
、
以
上
の
三
種
類
の
数
学
の
存
在
が
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
人
々
に
と
っ
て
の
数
学
の
許
容

性
が
広
が
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
江
戸
時
代
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら

数
学
が
持も

て
囃は
や

さ
れ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
数
学
の
三
分
類
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

〈「
用
の
用
」
の
数
学

─
『
塵じ
ん

劫ご
う

記き

』〉

　

江
戸
時
代
の
子
ど
も
の
教
育
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
」
で
、
そ
れ
ら

は
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
必
須
の
生
活
技
術
で
あ
る
。「
そ
ろ
ば
ん
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
算
数
で
、

計
算
・
勘
定
・
測
定
な
ど
数
を
扱
う
学
習
を
指
す
。
具
体
的
に
は
中
国
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
き
た
そ
ろ
ば
ん

（
十
露
盤
）
を
使
っ
て
加
減
乗
除
（
足
し
算
・
引
き
算
・
掛
け
算
・
割
り
算
）
を
自
在
に
で
き
る
技
術
を
意
味
し
た
。

子
ど
も
た
ち
が
通
っ
た
寺
子
屋
（
通
常
は
「
手
習
い
所
」
と
呼
ば
れ
た
）
は
全
国
に
概
数
で
二
万
カ
所
あ
っ
た
と
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さ
れ
る
が
、
二
〇
一
九
年
に
日
本
全
国
の
小
学
校
の
数
が
一
万
九
〇
〇
〇
校
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
子

ど
も
た
ち
の
就
学
率
は
非
常
に
高
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
貧
し
い
家
庭
で
は
子
ど
も
は
重

要
な
労
働
力
で
あ
っ
た
か
ら
寺
子
屋
に
通
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
明
治
維
新
の
際
の
各
国
と
の
比
較
に
お
い
て
、

日
本
人
の
識
字
率
が
高
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
文
字
の
読
み
書
き
と
計
算
力
に
つ
い
て
は
、
人
間
が
生

き
て
い
く
上
で
誰
も
が
当
然
習
得
し
て
お
く
べ
き
技
量
と
見み

做な

さ
れ
て
い
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
の
庶

民
が
日
常
的
に
使
用
し
て
い
た
数
学
と
は
、
基
本
的
に
は
珠
算
（
そ
ろ
ば
ん
を
用
い
た
計
算
）
を
中
心
に
し
た
、

生
活
に
即
し
た
数
処
理
技
術
の
こ
と
で
、
ま
さ
に
数
を
か
ぞ
え
る
「
算
数
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
計
算
技
術
の
手
引
き
と
し
て
、
早
く
も
一
六
二
二
年
に
摂
津
出
身
の
毛も

う

利り

重し
げ

能よ
し

（
生
没
年
不
詳
）
が
通

称
『
割
算
書
』
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
毛
利
を
「
日
本
数
学
の
祖
」
と
呼
ぶ
人
も
あ
る
く
ら
い
で
、

庶
民
が
そ
ろ
ば
ん
を
用
い
て
計
算
す
る
力
を
養
成
す
る
た
め
の
入
門
書
を
書
い
た
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。
そ
ろ
ば
ん
を
用
い
て
の
計
算
で
は
、
足
し
算
と
引
き
算
は
も
ち
ろ
ん
楽
に
こ
な
し
、
暗
算
し
た
九

九
を
用
い
て
の
掛
け
算
は
そ
の
手
順
を
学
び
、
掛
け
算
の
逆
で
あ
る
割
り
算
に
は
ひ
と
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
段
取
り
を
わ
か
り
や
す
く
書
い
た
の
が
毛
利
の
著
書
で
、
そ
ろ
ば
ん
が
な
か
な
か
上
達
し
な
い
子
ど
も
に

（
大
人
に
も
）
向
け
た
参
考
書
と
し
て
使
わ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
以
前
に
も
『
算
用
記
』
と
題
す
る
本
が
出
版
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
、
教
科
書
や
参
考
書
を
片
手
に
勉
強
す
る
の
は
日
本
人
お
得
意
の
学
習
法
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
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そ
ろ
ば
ん
を
使
っ
て
加
減
乗
除
の
計
算
が
自
在
に
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
武
士
階
級
は
も
と
よ
り
庶
民
（
農

民
や
工
商
民
）
に
と
っ
て
も
必
須
の
技
量
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
封
建
社
会
は
武
家
が
権

力
を
持
っ
た
時
代
な
の
だ
が
、
そ
の
支
配
が
長
続
き
す
る
た
め
に
は
権
力
者
で
あ
る
武
家
が
公
正
で
あ
る
こ
と

が
人
々
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
力
を
独
占
し
て
い
る
支
配
階
級
が
、
被
支
配
階
級
に
公
正
性
を

保
証
せ
ず
に
命
令
を
力
で
押
し
付
け
る
だ
け
で
あ
っ
て
は
、
人
々
は
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
し
ま
い
支
配
が
持
続
で

き
な
い
か
ら
だ
。
権
力
者
と
な
っ
た
幕
府
（
武
家
）
は
、
特
に
さ
ま
ざ
ま
な
数
値
・
数
量
に
関
す
る
取
り
決
め

│
長
さ
・
重
さ
・
容
積
の
単
位
、
農
地
の
面
積
の
測
量
と
年
貢
の
決
定
、
金
銀
銭
の
価
値
基
準
と
そ
の
両
替

な
ど

│
の
公
正
性
を
、
被
支
配
者
で
あ
る
農
工
商
民
た
ち
に
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
単

位
を
統
一
し
、
測
定
結
果
を
公
表
し
、
誰
が
計
算
し
て
も
同
じ
結
果
と
な
る
こ
と
を
見
せ
る
必
要
が
あ
る
の
だ

が
、
庶
民
も
計
算
の
技
量
を
身
に
付
け
て
い
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
つ
ま
り
、
庶
民
の
「
読
み
・
書
き
・
そ

ろ
ば
ん
」
能
力
の
習
得
は
、
幕
府
の
布
告
が
庶
民
に
伝
わ
っ
て
理
解
さ
れ
、
幕
府
が
公
正
で
あ
る
こ
と
を
庶
民

が
納
得
す
る
た
め
に
も
必
要
な
技
量
で
、
幕
府
の
存
続
に
と
っ
て
の
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

技
術
と
い
う
も
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
基
礎
的
な
レ
ベ
ル
を
マ
ス
タ
ー
す
る
と
、
そ
れ
に
留
ま
る
こ
と
に

満
足
せ
ず
、
よ
り
高
度
な
レ
ベ
ル
へ
と
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
人
間
が
必
ず
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

複
雑
な
形
状
を
し
た
土
地
の
面
積
を
ど
の
よ
う
に
測
る
か
、
限
ら
れ
た
数
の
獲
物
を
猟
師
た
ち
は
ど
の
よ
う
に

分
配
す
る
か
、
持
ち
上
げ
ら
れ
な
い
巨
石
の
重
さ
を
量
る
方
法
は
あ
る
か
、
見
上
げ
る
よ
う
な
高
木
の
高
さ
を
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ど
の
よ
う
に
し
て
測
る
か
、
な
ど
身
辺
の
事
柄
に
つ
い
て
な
ぞ
な
ぞ
を
出
す
よ
う
に
問と

い
質た
だ

す
庶
民
が
お
り
、

幕
府
や
藩
の
役
人
は
そ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
役
人
も
大
変
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
や
り

取
り
を
重
ね
る
う
ち
に
、
現
実
性
は
と
も
か
く
、
計
算
技
術
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
く
に
つ
れ
て
基
礎
的
な
レ
ベ

ル
か
ら
「
数
を
算
す
る
」
た
め
の
よ
り
高
度
な
技
量
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
、
計
算
技
術
の
高
ま
り
は
新
た
な
計
算
技
術
の
開
拓
に
繫
が
っ
て
い
く
。
毛
利
重
能
の
弟
子
と
さ

れ
る
吉
田
光み

つ

由よ
し

（
一
五
九
八
〜
一
六
七
二
）
が
『
塵
劫
記
』
と
題
す
る
、
そ
ろ
ば
ん
を
使
っ
て
計
算
す
る
た
め
の

教
科
書
を
一
六
二
七
年
に
出
版
し
た
。
こ
こ
で
は
、
現
実
に
は
起
こ
り
得
な
い
場
合
も
含
め
、
お
金
の
両
替
、

米
を
俵
に
詰
め
る
量
目
の
計
算
（
量
目
不
足
を
「
か
ん
立
」
と
言
う
）、
米
の
運
賃
の
計
算
（
運
ぶ
米
の
運
賃
は
そ
の

米
の
一
部
で
支
払
う
が
、
そ
の
分
は
い
れ
な
い
と
い
う
計
算
）、
米
の
収
穫
高
の
計
算
、
農
民
が
負
担
す
る
年
貢
の
計

算
（「
取と
り

箇か

」
に
は
五
公
五
民
＝
五
割
を
年
貢
に
納
め
る
方
式
と
四
公
六
民
＝
年
貢
が
四
割
だ
け
の
方
式
が
あ
っ
た
）、
利

息
の
計
算
（
複
利
計
算
も
あ
る
）、
平
面
図
形
の
面
積
の
計
算
（
検
地
の
検
証
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
案
出

さ
れ
た
。
非
常
に
大
き
な
数
を
扱
う
の
で
そ
ろ
ば
ん
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
論
理
的
な
思
考
を
駆
使

し
て
解
決
の
方
法
を
発
見
し
、
公
式
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
を
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
と
い
う
手
順
で
、
問
題
│

答
え
│
術
文
（
解
き
方
の
筋
道
）
を
セ
ッ
ト
で
提
示
し
て
い
た
。
い
わ
ば
、
ゲ
ー
ム
感
覚
で
遊
戯
的
な
問
題
に

誘
い
込
ん
で
数
学
の
方
法
の
有
力
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
思
い
が
け
な
い
答
え
が
必
然
で
あ
る
こ
と
を
教
え
、

数
学
が
切き

り
拓ひ
ら

く
未
知
の
世
界
へ
の
誘い
ざ
ない
が
多
く
の
人
々
を
魅
了
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
『
塵
劫
記
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
著
作
権
な
ど
が
な
か
っ
た
時
代
だ
か
ら
、
こ
れ
を
剽ひ
よ
う

窃せ
つ

し

た
海
賊
版
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
世
間
の
耳
目
を
惹
き
、
そ
の
相
乗
作
用
に
よ
っ
て
さ
ら
に
多

く
売
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
単
に
生
活
技
術
と
し
て
の
そ
ろ
ば
ん
の
技
術
に
飽
き
足
ら
ず
、
数
の
世
界
に
遊
ん
で

み
た
い
と
望
む
人
間
が
多
く
い
た
の
だ
。
事
実
、
寺
子
屋
で
使
わ
れ
る
初
等
教
科
書
を
通
常
「
往
来
物
」
と
言

う
そ
う
で
、『
塵
劫
記
』
も
ま
た
往
来
物
の
一
種
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、『
塵
劫
記
』
の
類
本
が
約
四
〇
〇
種
、
書
名
に
は
「
塵
劫
記
」
と
い
う
名
は
付
い
て
い
な
い
け

れ
ど
、
そ
れ
に
類
す
る
本
が
や
は
り
四
〇
〇
種
は
出
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
偽
版
対
策
の
意
味
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
吉
田
光
由
自
身
が
大
形
本
・
小
形
本
を
含
め
全
部
で
七
種
の
改
訂
版
を
出
版
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
金
銀
銭
の
両
替
率
や
利
率
や
物
価
な
ど
を
、
各
時
代
に
合
わ
せ
て
改
訂
し
て
い
て

親
切
で
あ
る
。
ま
た
読
者
に
と
っ
て
は
馴な

染じ

み
深
い
図
が
入
っ
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
。
さ
ら
に
、
人
々
が
よ

り
高
度
な
問
題
に
挑
戦
す
る
よ
う
う
ま
く
仕
掛
け
て
い
て
学
習
意
欲
を
引
き
出
し
て
い
る
。
実
際
、
現
代
の
私

た
ち
も
、「
友
愛
数＊

１

」
や
「
完
全
数＊
２

」
や
「
婚
約
数＊
３

」
や
「
社
交
数＊
４

」
や
「
タ
ク
シ
ー
数＊
５

」
な
ど
の
数
値
に
秘

め
ら
れ
て
い
る
謎
に
不
思
議
を
感
じ
、「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
」
や
「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
一
八
〇
度
」
な

ど
の
幾
何
学
の
神
秘
に
触
れ
る
と
数
学
に
魅
了
さ
れ
、
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
う
。
江
戸
時
代
の
人
々
に
も
、

そ
れ
と
同
じ
心
理
が
働
い
た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
頃
、
や
は
り
毛
利
重
能
の
弟
子
で
あ
る
今
村
知と

も

商あ
き

（
生
没
年
不
詳
）
と
い
う
学
者
が
い
た
。
彼
は
独
学
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で
高
度
な
数
学
を
身
に
付
け
、
弟
子
に
教
え
て
い
た
数
学
を
『
竪じ
ゆ

亥が
い

録ろ
く

』
と
題
す
る
書
物
と
し
て
刊
行
し
た

（
一
六
三
九
年
）。
こ
れ
は
純
粋
な
数
学
の
公
式
を
漢
文
で
著
し
た
も
の
で
、
内
容
は
『
塵
劫
記
』
を
遥は
る

か
に
上

回
る
高
度
な
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
最
先
端
を
行
っ
て
い
た
。「
竪
亥
」
と
は
古
代
中
国
の
伝
説
的
な
測
量
技

師
の
名
前
で
、
そ
ろ
ば
ん
の
解
説
の
重
要
な
課
題
が
土
地
の
測
量
（
検
地
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
名

が
選
ば
れ
た
ら
し
い
。
こ
れ
以
後
、
算
術
の
本
は
吉
田
光
由
の
『
塵
劫
記
』
系
統
と
今
村
知
商
の
『
竪
亥
録
』

系
統
に
分
か
れ
た
。
前
者
が
数
学
の
愛
好
者
向
け
（
大
衆
路
線
）、
後
者
が
よ
り
深
く
数
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
者

向
け
（
本
格
派
路
線
）
と
い
う
わ
け
だ
。

〈「
無
用
の
用
」
の
数
学

─
遺
題
継
承
〉

　

後
の
版
も
含
め
て
『
塵
劫
記
』
が
広
く
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
ろ
ば
ん
の
技
法
を
教
え
る
と
と
も
に
、
数

学
を
教
授
す
る
塾
を
開
設
し
て
生
活
す
る
人
間
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
用
的
な
生
活
技
術
を
マ
ス
タ

ー
し
て
人
々
に
教
え
る
新
た
な
職
業
の
登
場
で
、
現
代
で
言
え
ば
さ
し
ず
め
パ
ソ
コ
ン
教
室
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
実
際
、
吉
田
が
「
世
間
に
あ
る
数
学
の
塾
で
は
、『
塵
劫
記
』
が
わ
か
る
程
度
の
実
力
し
か
な
い

く
せ
に
数
学
を
教
え
て
い
る
人
が
い
る
。
自
分
の
師
が
数
学
者
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
書
く
ほ

ど
、
俄に

わ

か
数
学
教
師
が
出
現
し
た
ら
し
い
。
こ
の
い
さ
さ
か
傲
慢
と
も
言
え
る
吉
田
の
言
葉
に
は
彼
の
焦
り
の

気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。
自
分
の
本
が
売
れ
る
の
は
大
歓
迎
な
の
だ
が
、
ア
マ
チ
ュ
ア
に
毛
が
生
え
た
程
度
な
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の
に
い
っ
ぱ
し
の
数
学
者
気
取
り
で
人
に
教
え
る
と
は
何
事
だ
、
本
当
の
数
学
は
も
っ
と
深
遠
で
高
級
な
も
の

で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
高
い
数
学
の
本
を
書
い
た
の
は
同
じ
毛

利
重
能
の
弟
子
で
あ
る
今
村
知
商
で
あ
っ
て
、
自
分
（
吉
田
）
の
本
は
大
衆
迎
合
路
線
で
し
か
な
い
と
承
知
し

て
い
た
わ
け
で
、
内
心
忸じ

く

怩じ

た
る
も
の
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

そ
こ
で
吉
田
が
一
念
発
起
し
て
書
い
た
の
が
『（
新
編
）
塵
劫
記
』（
一
六
四
一
年
）
で
、
そ
の
巻
末
で
上
述
の

文
章
に
続
け
て
、「
自
分
の
師
が
数
学
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
方
法
を
教
え
よ
う
。
そ
れ
は
こ
こ
に

＊
１　

友
愛
数
：
二
つ
の
自
然
数
で
、
各
々
の
自
然
数
の
約
数
の
和
が
互
い
に
他
方
と
等
し
い
ペ
ア
を
指
す
（
例
、

二
二
〇
と
二
八
四
）

＊
２　

完
全
数
：
そ
の
数
を
除
い
た
約
数
の
和
が
元
の
数
と
等
し
く
な
る
も
の
（
例
、
六
、
二
八
）

＊
３　

婚
約
数
：
二
つ
の
自
然
数
で
、
一
と
自
分
自
身
を
除
い
た
約
数
の
和
が
互
い
に
他
方
と
等
し
い
ペ
ア
を
指
す

（
例
、
四
八
と
七
五
）

＊
４　

社
交
数
：
友
愛
数
の
発
展
形
で
、
三
つ
以
上
の
自
然
数
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
…
…
の
組
で
、
Ａ
の
自
分
自
身
を
除
い

た
約
数
の
和
が
Ｂ
に
な
り
、
Ｂ
の
自
分
自
身
を
除
い
た
約
数
の
和
が
Ｃ
に
な
り
、
こ
れ
を
続
け
て
元
の
数
Ａ
に
戻

る
数
の
組
（
例
、
一
二
四
九
六
、
一
四
二
八
八
、
一
五
四
七
二
、
一
四
五
三
六
、
一
四
二
六
四
の
五
個
の
組
）

＊
５　

タ
ク
シ
ー
数
：
二
つ
の
三
乗
の
和
と
し
て
二
通
り
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
自
然
数
（
例
、
一
七
二
九
。
一
〇

の
三
乗
と
九
の
三
乗
の
和
、
お
よ
び
一
の
三
乗
と
一
二
の
三
乗
の
和
と
し
て
表
さ
れ
る
）
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掲
げ
た
答
え
の
な
い
一
二
問
の
問
題
が
解
け
る
か
ど
う
か
で
判
断
で
き
る
」
と
書
い
て
、
世
間
の
数
学
者
に
挑

戦
し
た
の
だ
。
一
二
問
の
「
遺
題
（
ま
た
は
「
好
み
」
と
言
う
）」
と
し
て
難
問
を
提
出
し
て
、
こ
れ
を
解
け
る

人
間
こ
そ
が
真
の
数
学
者
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
遺
題
は
、
直
角
三
角
形
の
各
辺
の
長
さ
を
求
め
る
問
題
（
多
元
二
次
方
程
式
）、
円
錐
の
体
積
を
三
等
分

す
る
問
題
、
多
元
（
三
〜
四
元
）
一
次
方
程
式
、
円
錐
台
ま
た
は
正
四
角
錐
台
の
高
さ
や
辺
の
長
さ
、
積
み
上

げ
た
正
四
角
柱
の
底
辺
の
大
き
さ
、
三
分
割
し
た
円
の
弦
の
長
さ
な
ど
を
求
め
る
問
題
で
あ
る
（
一
一
、
一
二

問
は
、
問
い
が
な
い
の
で
問
題
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
）。
現
在
で
は
簡
単
に
解
け
る
が
、
当
時
と
し
て
は
相
当
な

難
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
遺
題
が
解
か
れ
た
の
は
一
二
年
後
の
一
六
五
三
年
で
あ
っ
た
。
榎え

並な
み

和わ

澄ち
よ
う（

生

没
年
不
詳
）
が
『
参
両
録
』
と
し
て
解
答
を
刊
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
止と
ど

ま
ら
ず
、
榎
並
は
八
問
の

新
た
な
遺
題
を
こ
の
本
に
載
せ
て
、
読
者
に
挑
戦
し
た
。
こ
れ
が
発
端
と
な
っ
て
、
先
に
出
さ
れ
た
遺
題
を
解

く
と
と
も
に
、
自
ら
が
考
案
し
た
遺
題
を
載
せ
る
、
そ
の
遺
題
を
解
い
た
人
間
が
新
た
な
遺
題
を
出
す
…
…
と

い
う
、
リ
レ
ー
式
の
数
学
問
答
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
が
「
遺
題
継
承
の
風
習
」
で
、
礒い

そ

村む
ら

吉よ
し

徳の
り

（
？
〜
一
七
一
〇
）
の
『
算
法
闕け
つ

疑ぎ

抄し
よ
う』（

一
六
六
一
年
）
と
礒

村
の
弟
子
で
あ
る
村
瀬
義ぎ

益え
き

（
生
没
年
不
詳
）
の
『
算
法
勿ふ
つ

憚だ
ん

改か
い

』（
一
六
七
三
年
）
に
は
各
々
一
〇
〇
問
、
佐
藤

正ま
さ

興お
き

（
生
没
年
不
詳
）
の
『
算
法
根
源
記
』（
一
六
六
九
年
）
で
は
な
ん
と
一
五
〇
問
も
の
遺
題
を
載
せ
て
い
る
。

『
算
法
根
源
記
』
で
出
さ
れ
た
多
元
一
次
方
程
式
や
一
元
高
次
方
程
式
の
遺
題
を
、
中
国
由
来
の
天
元
術
を
紹
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介
し
て
解
い
た
の
が
沢
口
一か
ず

之ゆ
き

（
生
没
年
不
詳
）
の
『
古こ

今こ
ん

算
法
記
』（
一
六
七
一
年
）
で
あ
っ
た
。
天
元
術
で
は

多
元
高
次
方
程
式
を
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
沢
口
は
、『
古
今
算
法
記
』
に
わ
ざ
わ
ざ
天
元
術
で
は
解
け

な
い
遺
題
を
一
五
問
も
載
せ
て
い
る
。

　

遺
題
継
承
が
続
い
て
い
く
と
、
や
さ
し
い
問
題
だ
と
重
み
が
な
く
な
る
か
ら
だ
ろ
う
、
ど
ん
ど
ん
難
問
に
な

り
、
出
題
数
も
前
述
の
よ
う
に
一
〇
〇
問
を
超
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
実
質
的
に
は
先
の
出
題

の
解
答
と
自
己
の
出
題
の
二
つ
の
部
分
だ
け
か
ら
成
る
数
学
書
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
同
時
に
「
無
用
」

の
数
学
に
ど
ん
ど
ん
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。「
無
用
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
高
等
性
を
示
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
す
る
か
ら
だ
。
遺
題
継
承
の
ピ
ー
ク
は
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
〜
七
三
）
で
、
右
に
挙
げ

た
著
作
も
こ
の
時
代
に
集
中
し
て
い
る
。
世
相
が
安
定
し
、
経
済
的
に
も
余
裕
が
出
始
め
た
時
代
で
あ
る
。

〈「
無
用
の
用
」
か
ら
「
無
用
の
無
用
」
へ

─
関
孝
和
の
数
学
〉

　

こ
の
頃
に
登
場
し
た
の
が
関
孝
和
で
、
算
木
を
使
わ
ず
、
数
式
を
紙
に
書
い
て
筆
算
で
解
く
点
竄
術
を
開
発

し
て
多
元
高
次
方
程
式
を
解
く
こ
と
に
成
功
し
、
先
の
沢
口
一
之
に
よ
る
一
五
問
の
遺
題
を
見
事
に
解
決
し

『
発は

つ

微び

算
法
』（
一
六
七
四
年
）
と
し
て
出
版
し
た
。
も
っ
と
も
、
多
く
の
数
学
者
は
関
の
こ
の
仕
事
の
意
味
が

理
解
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
関
の
弟
子
で
あ
る
建た

け

部べ

賢か
た

弘ひ
ろ

（
一
六
六
四
〜
一
七
三
九
）
が
『
発
微
算
法
演
段
諺げ
ん

解か
い

』（
一
六
八
五
年
）
を
発
行
し
て
解
説
し
、
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
日


